
日
蓮
自
身
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
」
と
い
う
術
語
の
意
味
、
或
い
は
意
義
が
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
意
外
に
遅
く
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
家
永
三
郎
氏

(
2
)
 

が
そ
の
論
文
「
日
蓮
の
宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察
」
の
中
で
行
な
っ
た
、
日
蓮
の
罪
の
自
覚
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
評

価
で
あ
る
。
即
ち
、
法
然
や
親
鸞
の
罪
の
自
覚
が
「
人
間
の
本
質
的
危
機
の
直
視
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
体
験

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

(
1
)
 

問
題
の
所
在

一
問
題
の
所
在

二
謗
法
罪
の
意
味

三
謗
法
罪
の
必
然
性

四
謗
法
罪
の
克
服

五
む
す
び
に
か
え
て

「
智
慧
」
と
の
連
関
に
お
い
て
|
—
_

H
蓮
の
信
仰
に
お
け
る

「
謗
法
罪
」

間

宮

の
位
骰
と
意
義

啓
七

壬



が
ら
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

的
基
礎
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
蓮
の
罪
の
自
覚
は
謗
法
の
報
い
と
し
て
経
文
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
机
上
論

(
3
)
 

的
性
格
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
、
と
家
永
氏
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
家
永
氏
の
こ
う
し
た
見
解
は
日
蓮
教
学
の
側
か
ら
反
論
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
反
論
を
提
出
し
た
の
は
、
立
正
大

学
の
茂
田
井
教
亨
氏
で
あ
る
。
茂
田
井
氏
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
に
お
け
る
謗
法
の
意
味
、
或
い
は
意
義
は
、
日
蓮
に
特
徴
的
な
法
華
経

理
解
を
お
さ
え
な
い
限
り
、
把
握
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
に
お
い
て
法
華
経
と
は
、

一
切
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
仏
の
本

願
と
し
て
信
受
さ
れ
た
、
と
茂
田
井
氏
は
前
提
す
る
。
し
か
も
、
法
華
経
は
自
己
自
身
の
完
全
な
る
実
現
—
ー
↓
て
れ
は
即
ち
仏
の
本

願
の
完
全
な
る
実
現
に
他
な
ら
な
い
を
絶
対
的
に
要
請
し
て
く
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
と
い
う
。
茂
田
井
氏
は
、
日
蓮
に
あ
っ

て
は
法
華
経
の
こ
う
し
た
絶
対
的
要
請
へ
の
背
き
が
謗
法
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
と
す
る
。
当
人
に
罪
の
自
覚
は
な
く
と
も
、
法
華
経

の
絶
対
的
要
請
に
気
づ
き
得
な
い
こ
と
自
体
が
謗
法
な
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
日
蓮
に
と
っ
て
謗
法
の
罪
と
は
、
法

華
経
の
真
の
価
値
を
知
っ
た
時
に
必
然
的
に
自
覚
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
単
に
経
文
か
ら
演
繹
さ
れ
た
の
み
の
机

(
4
)
 

上
論
的
性
格
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
と
茂
田
井
氏
は
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
に
お
け
る
謗
法
の
罪
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
教

(
5
)

（

6
)
 

学
者
の
渡
辺
宝
陽
氏
、
若
手
の
教
学
者
で
あ
る
原
慎
定
氏
な
ど
に
よ
っ
て
引
き
続
き
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
両
氏
と
も
謗
法
の

罪
の
定
義
に
関
し
て
は
、
茂
田
井
氏
の
説
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

(
7
)
 

さ
て
筆
者
も
、
本
誌
『
論
集
』
第
一
七
号
に
掲
載
し
た
拙
稿
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
振
り
返
る
と
共
に
、
茂
田
井
氏

の
説
に
依
り
な
が
ら
家
永
氏
の
説
を
批
判
的
に
再
検
討
し
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
茂
田
井
氏
の
説
の
上
に
立
ち
な

第
一
点
。
日
蓮
に
お
い
て
謗
法
と
は
、
人
間
存
在
が
そ
も
そ
も
抱
え
る
智
慧
の
有
限
性
故
に
引
き
起
こ
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
罪
で

一八



あ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
謗
法
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
は
必
然
的
な
罪
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

日
蓮
自
身
の
信
仰
に
お
け
る
こ
う
し
た
謗
法
罪
の
位
置
付
け
を
、
「
元
品
の
無
明
」
と
い
う
言
葉
、
及
び

第
二
点
。
全
て
の
人
が
犯
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
は
い
な
い
謗
法
の
罪
の
存
在
を
、

仏
の
視
点
に
立
っ
て
指
摘
し
て
い
る
。

日
蓮
は
自
分
こ
そ
仏
の
立
場
に
立
っ
て
仏
の
意
志
を
代
弁
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す

る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
の
下
に
、
謗
法
罪
の
克
服
を
自
己
の
根
本
的
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

に
お
け
る
謗
法
罪
の
意
義
と
し
て
提
示
す
る
。
こ
れ
と
共
に
、
日
蓮
に
お
い
て
謗
法
罪
の
克
服
へ
の
道
が
如
何
に
開
示
さ
れ
て
い
る

か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
を
、

り
扱
っ
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
の
考
察
を
通
じ
て
、

な
お
、
こ
う
し
た
点
を
論
じ
る
に
先
立
っ
て
、

謗
法
罪
の
意
味

日
蓮
の
時
機
観
と
絡
め
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

九
日
蓮
は
仏
の
立
場
・

日
蓮
の
信
仰

日
蓮
が
強
調
す
る
「
信
」
の
態
度
と
不
可
分
な
る
問
題
と
し
て
取

日
蓮
の
い
う
「
信
」
と
は
、
人
間
の
智
慧
を
仏
の
智
慧
へ
と
転
換
す
る
一
種
の

日
蓮
に
お
け
る
謗
法
罪
の
意
味
に
つ
い
て
ま
ず
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
拙
稿
で
既
に
詳
し
く
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
前
提
と
な
る
も
の
な
の
で
、

(
8
)
 

改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
謗
法
」
即
ち
「
誹
謗
正
法
」
と
は
、
そ
の
字
義
に
即
し
て
言
え
ば
、
正
法
を
謗
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
蓮
お
い
て
、
正
法
の

位
置
に
法
華
経
が
置
か
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
但
し
日
蓮
の
場
合
、
謗
法
は
「
謗
る
」
と
い
う
直
接
的
な
行
為
に
関
わ
る

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

媒
介
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



事
柄
と
し
て
の
み
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

日
蓮
に
と
っ
て
謗
法
と
は
、
法
華
経
に
対
す
る
信
仰
の
在
り
方
に
関
わ
る
問

題
で
あ
り
、
更
に
は
仏
教
信
仰
そ
の
も
の
の
在
り
方
に
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

日
蓮
が
一
人
の
仏
教
者
と
し
て
、
自
己
及
び
他
者
の
救
済
を
究
極
的
な
目
的
と
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
蓮
に
よ
れ

ば
そ
の
救
済
と
は
、
釈
迦
仏
の
教
え
に
従
う
と
い
う
仕
方
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
数
あ
る
教
え
の
中
で
も
い
ず

れ
の
教
え
が
釈
迦
仏
の
意
志
を
本
当
に
示
す
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
日
蓮
は
、
法
華
経
の
み
が
釈
迦
仏
の
本
意
を
説
き

明
か
し
た
教
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
理
解
が
、
法
華
経
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
絶
対
的
に
従
お
う
と
す
る
態
度
を

日
蓮
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
釈
迦
仏
の
本
意
に
従
う
道
が
あ
る
と
見
倣
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
な
い
限
り
、
救
済
主
た
る
釈
迦
仏
に
背
く
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
救
済
に
与
る
こ
と
は

不
可
能
と
な
る
、
と
見
傲
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
日
蓮
が
注
目
す
る
法
華
経
の
文
言
と
し
て
、
方
便
品
に
お
け
る
「
正
直
捨
方
便
」
を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

日
蓮
に
と
っ
て
こ
の
文
言
は
、
方
便
を
捨
て
て
自
己
の
本
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
釈
迦
仏
が
宣
言
し
た
言
葉
で
あ
る
と

同
時
に
、
方
便
と
し
て
説
か
れ
た
教
え
を
捨
て
て
法
華
経
の
み
を
選
ぶ
こ
と
を
要
求
す
る
釈
迦
仏
の
命
令
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
。

法
華
経
の
方
便
品
に
重
て
正
直
二
捨
テ
1

一
方
便
芦
但
説
孟
母
上
道
↓
と
と
か
せ
給
り
。
方
便
を
す
て
よ
と
と
か
れ
て
は
ん
べ
る
は
、
四
十
余
年
の
念
仏
等
を

す
て
よ
と
と
か
れ
て
候
。
（
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
、
『
定
遺
』
三
一
九
頁
ー
三
二

0
頁）

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

日
蓮
に
と
っ
て
こ
れ
は
、
救
済
主
た
る
釈
迦
仏
の
本
意
に
従
い
、
救
済
を
み
ず
か
ら
に
実
現
す
る
方
途

と
し
て
必
ず
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
命
令
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
法
華
経
の
見
宝
塔
品
に
は
釈
迦
滅
後
の
法
華
弘
通
が
一
―
一
度
に
わ
た
り
勧
め
ら
れ
て
い
る
が
、

日
蓮
に
と
っ
て
は
こ
れ
も
ま

四
〇



他
者
に
も
そ
の
実
践
を
求
め
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、

法
華
経
の
み
を
選
び
、

叶
う
唯
一

の
信
仰
の
在
り
方
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る。

日
蓮
の
言
う
「
謗
法」

と
は
、

と
に
な
っ
て
し
ま
う
誤
っ
た
信
仰
の
在
り
方
を、
「
謗
法」

と
規
定
す
る
の
で
あ
る。

四

た、

釈
迦
仏
の
本
意
と
し
て
当
然
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た。

し
か
も
日
蓮
は
、

こ
の一―一
度
に
わ
た
る
勧
奨
を、

自

(
9)

（

10)
 

分
達
に
下
さ
れ
た
「
三
箇
の
勅
宣」
・
「
教
主
釈
尊
の
勅
宣」

と
し
て、

即
ち
釈
迦
仏
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
権
威
あ
る
命
令
と
し
て
受

け
と
め
て
い
る。

従
っ
て、

日
蓮
に
あ
っ
て
は
、

法
華
経
を
積
極
的
に
広
め
て
い
く
こ
と
が
釈
迦
仏
の
本
意
に
叶
う
道
で
あ
る
と
同

時
に、

救
済
の
輪
を
広
げ
て
い
く
道
で
も
あ
る、

と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

日
蓮
が
積
極
的
な
法
華
弘
通
を
み
ず
か
ら
実
践
し、

か
つ
法
華
弘
通
に
邁
進
す
る
こ
と
が
、

救
済
主
た
る
釈
迦
仏
の
本
意
に

か
か
る
信
仰
の
在
り
方
か
ら
外
れ
た
信

仰
態
度
に
他
な
ら
な
い
。

言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば、

日
蓮
は
、

仏
教
に
救
い
を
求
め
つ
つ
も
救
済
主
た
る
釈
迦
仏
の
本
意
に
背
く
こ

こ
う
し
て
日
蓮
は
、
「
謗
る
」

と
い
う
直
接
的
な
行
為
に
関
わ
り
な
く、
「
謗
法」

と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の

で
あ
る
が
、

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と、

日
蓮
に
と
っ
て
謗
法
と
は
、

ま
ず
第
一

に、

法
華
経
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従

(
11)
 

わ
な
い
こ
と、

即
ち
法
華
経
へ
の
背
き
で
あ
る
と
言
え
る。

こ
こ
に、
「
背
翌
広
華
経盃一
謗
法
ノ
者」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
る。

ま
た、

こ
の
よ
う
な
背
き
は
、

釈
迦
仏
の
教
え
に
お
い
て
そ
の
本
意
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
を
弁
え
な
い
と
こ
ろ
に
必
然
的
に

生
じ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る、

と
言
え
る。

従
っ
て
謗
法
と
は
、

釈
迦
仏
の
教
え、

即
ち
仏
法
そ
の
も
の
へ
の
背
き
で
あ

そ
む
く

(
12)

る
と
も
言
え
る。
「
天
台
智
者
大
師
の
梵
網
経
の
疏二
云
ク、

謗
トハ
者

背
也
等
卜
云
云。

法
に
背
ク
が
謗
法
に
て
は
あ
る
か
」
・
「
謗
法
と

(
13)
 

者
法
に
背
ク
と
い
う
事
な
り」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る。

そ
し
て
更
に、

今
も
み
た
よ
う
に、

日
蓮
に
と
っ
て
謗
法
と
は
、

仏
教
信

仰
の
形
を
と
り
な
が
ら
も
釈
迦
仏
に
背
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
誤
っ
た
信
仰
の
在
り
方
で
あ
る、

と
も
言
え
る
の
で
あ
る。

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪」

の
位
置
と
意
義



な
お
日
蓮
は
、
釈
迦
仏
へ
の
背
き
と
い
う
側
面
を
特
に
強
調
す
る
場
合
、
謗
法
と
い
う
言
葉
と
は
別
に
、
「
不
孝
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
て
も
い
る
。

日
蓮
に
と
っ
て
釈
迦
仏
と
は
、
歴
史
上
に
現
わ
れ
た
有
限
な
る
存
在
と
し
て
の
釈
迦
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
。
日
蓮
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
法
華
経
の
寿
量
品
に
お
い
て
開
顕
さ
れ
た
永
遠
の
仏
、
即
ち
久
遠
実
成
の
釈
迦
仏
を
意
味

る
と
同
時
に
、
無
限
の
過
去
以
来
、
衆
生
救
済
の
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
仏
で
あ
る
。

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
徳
を
兼
ね
備
え
た
久
遠
の
釈
迦
仏
に
背
く
こ
と
を
以
て
、

日
蓮
は
、

か
か
る
久
遠
の
釈
迦
仏
こ
そ
、
衆

生
に
対
し
て
背
く
べ
か
ら
ざ
る
恩
徳
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
れ
に
主
・
師
・
親
と
い
う
「
三
徳
」
を
付
与
し

日
蓮
は
「
不
孝
」
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。

法
華
経
の
第
ニ
―
―
云
ク
今
此
三
界
ハ
皆
是
我
有
ナ
リ
。
其
中
ノ
衆
生
ハ
悉
ク
是
我
子
ナ
リ
。
而
モ
今
此
ノ
処
ハ
多
孟
諸
患
難
一
。
唯
我
一
人
く
、
能
ク
為
孟
救
護
唸
雖
一
一
復

教
詔
f

卜
而
モ
不
―
―
信
受
『
等
云
云
。
此
文
の
心
は
釈
迦
如
来
は
此
等
衆
生
に
は
親
也
、
師
也
、
主
也
、
…
…
ひ
と
り
三
徳
を
か
ね
て
恩
ふ
か
き
仏
は
釈
迦

一
仏
に
か
ぎ
り
た
て
ま
つ
る
。
…
…
こ
の
親
と
師
と
主
と
の
仰
セ
を
そ
む
か
ん
も
の
、
天
神
地
祇
に
す
て
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ん
や
。
不
孝
第
一
の

者
也
。
（
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
、
『
定
遺
』
三
二

0
頁
ー
三
ニ
―
頁
）

日
蓮
に
と
っ
て
か
か
る
不
孝
・
謗
法
は
、
無
間
地
獄
へ
の
堕
獄
を
齋
ら
す
極
め
て
重
い
罪
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
重
罪
を
犯

す
限
り
、
永
劫
に
わ
た
っ
て
救
済
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
強
調
し
て
、

日
蓮
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

我
等
過
去
現
在
未
来
の
三
世
の
間
に
仏
に
不
咋
成
ニ
ハ
道
の
苦
を
受
る
は
偏
に
法
華
経
誹
謗
の
罪
な
る
べ
し
。
女
人
と
生
レ
て
百
悪
身
に
備
ふ
る
も
、

根
本
此
経
誹
謗
の
罪
よ
り
起
れ
り
。
（
『
善
無
畏
紗
』
、
『
定
遺
』
四
一
三
頁
原
文
は
万
葉
仮
名
使
用
）

こ
こ
で
日
蓮
は
、
成
仏
を
妨
げ
、
永
劫
に
わ
た
る
六
道
輪
廻
の
苦
し
み
を
齋
ら
す
根
本
因
を
謗
法
罪
に
求
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
女

人
と
し
て
生
ま
れ
て
百
悪
を
身
に
具
え
て
し
ま
う
根
本
因
も
ま
た
、
謗
法
罪
に
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
謗
法
罪

は
具
体
的
悪
の
根
本
因
、
即
ち
「
根
本
悪
」
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
蓮
は
、

す
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
に
よ
れ
ば
、
こ
の
久
遠
の
釈
迦
仏
と
は
、

一
切
の
個
別
的
な
仏
が
そ
こ
へ
と
還
元
さ
れ
る
根
源
的
な
仏
で
あ

四



従
っ
て
日
蓮
は
、

随
い
ハ
之
二
将
1

一
一
人
ヲ
ン
テ
向
蔽
心
道
了

J

申
ス
は
只
三
悪
道
の
み
な
ら
ず
、
人
天
九
界
を
皆
悪
道
と
か
（
書
）
け
り
。
さ
れ
ば
法
華
経
を
の
ぞ
い
て
華
厳
・
阿

含
・
方
等
・
般
若
・
涅
槃
・
大
日
経
等
也
。
天
台
宗
を
除
て
余
の
七
宗
の
人
人
は
、
人
を
悪
道
に
向
ハ
し
む
る
獄
卒
也
。
天
台
宗
の
人
人
の
中
に
も
法

華
経
を
信
ず
る
や
う
に
て
、
人
を
爾
前
へ
や
る
は
悪
道
に
人
を
つ
か
は
す
獄
卒
也
。
（
『
兄
弟
紗
』
、
『
定
遺
』
九
三
二
頁
）

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
只
一
二
悪
道
の
み
な
ら
ず
、
人
天
九
界
を
皆
悪
道
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
逆
に

言
え
ば
、
仏
以
外
は
悉
く
存
在
自
体
が
悪
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
も
み
た
よ
う
に
、
成
仏
を
妨
げ
る
根
本
因
は
他
な
ら
ぬ

謗
法
の
罪
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
人
を
し
て
仏
以
外
の
悪
な
る
存
在
に
留
め
置
く
根
本
因
は
ま
さ
し
く
謗
法
罪

に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
も
、
謗
法
罪
は
「
根
本
悪
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
蓮
は
、

謗
法
罪
の
必
然
性

日
本
全
体
が
こ
の
よ
う
な
謗
法
・
不
孝
の
罪
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
、

四

日
本
国
当
世
は
国
一
同
に
不
孝
謗
法
の
国
な
る
べ
し
。
（
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
、
『
定
遺
』
四
四
六
頁
）

今
の
日
本
国
の
人
は
一
人
も
な
く
極
大
重
病
あ
り
、
所
謂
大
謗
法
の
重
病
也
。
（
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
、
『
定
遺
』
―

1
0
三
頁
）

と
断
じ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

し
か
も
日
蓮
は
、
自
ら
犯
し
て
い
る
こ
の
重
罪
を
誰
も
自
覚
し
て
い
な
い
と
し
て
、

こ
れ
ら
は
あ
ま
り
に
病
お
も
き
ゅ
へ
に
、
我
身
に
も
を
ぼ
へ
ず
人
も
し
ら
ぬ
病
也
。
（
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
、
『
定
遺
』
―

1
0
三
頁
）

日
蓮
に
と
っ
て
最
も
深
刻
な
問
題
は
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、

日
蓮
に
と
っ
て
謗
法
の

(14) 

罪
と
は
、
そ
れ
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
な
い
限
り
、
決
し
て
救
済
に
与
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

毎
庁
人
此
重
科
有
リ
て
、
し
か
も
毎
了
人
我
身
は
科
な
し
と
お
も
へ
り
。
無
漸
無
愧
の
一
聞
提
人
也
。
（
『
下
山
御
消
息
』
、
『
定
遺
』
一
三
三
九
頁
ー
一
三

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義



と
述
べ
て
、
人
々
が
救
済
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
謗
法
の
罪
を
何
故
に
全
て
の
人
々
が
犯
し
て
し
ま
う
の
か
。
そ
し
て
、
自
己
の
罪
を
ど
う
し
て
誰
も
自
覚

れ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

し
得
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
日
蓮
は
、
人
間
存
在
が
そ
も
そ
も
抱
え
る
智
慧
の
有
限
性
を
以
て
答
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

(15) 

日
蓮
の
用
い
る
「
元
品
の
無
明
」
と
い
う
術
語
で
あ
る
。

設
ひ
等
覚
の
菩
薩
な
れ
ど
も
元
品
の
無
明
と
申
す
大
悪
鬼
身
に
入
ッ
て
、
法
華
経
と
申
ス
妙
覚
の
功
徳
を
障
へ
候
也
。
何
二
況
ャ
其
已
下
の
人
人
に
を
い

て
を
や
。
（
『
兄
弟
紗
』
、
『
定
遺
』
九
二
三
頁
）

こ
こ
で
は
、
「
元
品
の
無
明
」
は
明
ら
か
に
法
華
経
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
仏
に
成
る
一

歩
手
前
の
「
等
覚
の
菩
薩
」
で
さ
え
も
免
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
菩
薩
以
下
の
人
々
に
は
当
然
付
き
ま
と
わ
ざ
る
を
得

な
い
も
の
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
な
見
解
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

爾
前
ノ
別
教
／
十
一
品
ノ
断
無
明
円
教
ノ
四
十
一
品
ノ
断
無
明
ノ
大
菩
薩
普
賢
・
文
殊
等
モ
未
り
知
芍
法
華
経
ノ
意
巧
何
？
泊
匹
蔵
・
通
二
教
ノ
三
乗
ヲ
ヤ
。
何
―
-

況
ャ
末
代
ノ
凡
夫
ヲ
ャ
…
…
（
『
始
聞
仏
乗
義
』
、
『
定
遺
』
一
四
五
四
頁
）

こ
こ
で
「
十
一
品
ノ
断
無
明
」
．
「
四
十
一
品
ノ
断
無
明
」
と
い
う
の
は
、
逆
に
言
え
ば
「
元
品
の
無
明
」
は
未
だ
断
ち
切
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
元
品
の
無
明
」
故
に
、
「
末
代
ノ
凡
夫
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
大
菩
薩
」
と
い
え
ど
も
「
法
華

経
辛
思
」
を
、
即
ち
法
華
経
の
真
実
の
意
味
・
価
値
を
知
り
得
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、

(16) 

ろ
う
と
、
「
元
品
の
無
明
を
断
ぜ
ざ
れ
ば
愚
人
と
い
わ
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
は
、
仏
を
除
く
全
て
の
人
々
に
「
元
品
の
無
明
」
を
認
め
る
と
共
に
、

四

0
頁）

た
と
え
「
大
菩
薩
」
で
あ

か
か
る
「
元
品
の
無
明
」
を
、
法
華
経

四
四



四
五

の
真
実
の
意
味
や
価
値
に
対
す
る
無
知
を
引
き
起
こ
す
根
本
的
な
制
約
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
根
本
的
な
制
約
を

衆
生
の
心
は
皆
善
に
つ

け
悪
に
つ

け
て
迷
を
本
と
す
る
ゆ
へ
に
、

仏
に
は
な
ら
ざ
る
か
。
（
『
顕
謗
法
紗』
、
『
定
遺』

二
六
0
頁）

と
言
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う。

先
に
も
見
た
よ
う
に
、

日
蓮
は
法
華
経
を
久
遠
の
釈
迦
仏
の
本
意
そ
の
も
の
と
見
倣
し
て
い
る。

か
か
る
見
解
か
ら
日
蓮
は
、

法

華
経
に
指
示
さ
れ
た
信
仰
の
規
範
を、
即
ち
法
華
経
の
み
を
選
ぶ
と
共
に
法
華
経
を
積
極
的
に
弘
通
す
る
と
い
う
信
仰
の
在
り
方
を、

久
遠
の
釈
迦
仏
の
命
令
と
し
て
受
け
取
る
の
で
あ
る。

そ
し
て
、

法
華
経
に
示
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
命
令
を
遵
守
し
な
い
限
り、

仏

教
に
救
い
を
求
め
な
が
ら
も
救
済
主
た
る
久
遠
の
釈
迦
仏
に
背
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
矛
盾
に
、

即
ち
謗
法
の
罪
に
陥
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る、

と
日
蓮
は
警
告
す
る
の
で
あ
る。

し
か
る
に
、

日
蓮
に
よ
れ
ば
、

人
間
存
在
が
抱
え
る
「
元
品
の
無
明」
と

は
、

法
華
経
の
こ
の
よ
う
な
意
味、

或
い
は
価
値
の
認
識
を
そ
も
そ
も
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

従
っ
て
そ
こ

に
は
、

必
然
的
に
謗
法
の
罪
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
し、

現
に
犯
し
つ
つ
あ
る
謗
法
の
罪
を
自
覚
す
る
こ
と
も
ま
た
、

困

難
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
は
、

人
々
が
謗
法
の
罪
を
犯
し
つ
つ
も
そ
の
罪
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が

齋
ら
さ
れ
た
理
由
を、
「
元
品
の
無
明」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
人
間
の
智
慧
の
限
界
性
に
見
出
だ
さ
ざ
る
を
得
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る。

仏
法
を
ば
が
く
（
学）

す
れ
ど
も、

或
は
我
が
心
の
を
ろ
か
な
る
に
よ
り、

或
は
た
と
い
智
慧
は
か
し
こ
き
や
う
な
れ
ど
も
師
に
よ
り
て
我
心
の
ま

が
る
を
し
ら
ず。

仏
教
を
な
を
し
（
直）

く
な
ら
い
（
習）

う
る
事
か
た
し。
（
『
三
沢
紗』
、
『
定
遺』
一

四
四
四
頁）

設ヒ
堅ク
持
可
三
帰
・
五
戒
・
十
善
戒
・
ニ
百
五
十
戒
•
五
百
戒
・
十
無
尽
戒
等ノ
諸
戒→
比
丘
・
比
丘
尼
等モ
依咋
愚
智ノ
失
'

1一
小
乗
経ヲ
謂丑
大
乗
経
→
権
大

乗
経ヲ
執
芍
実
大
乗
経→リト
等ノ
謬
義
出
来ス。

大
妄
語・
大
殺
生・
大
倫
盗
等ノ
大
逆
罪ノ
者
也。

愚
人ハ
不レ
知
望
合
尊孟
智
者→。
（『
大
学
三
郎
殿
御
書』、

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪」

の
位
置
と
意
義

抱
え
て
い
る
か
ら
こ
そ、



あ
ろ
う
か
。

『
定
遺
』
一
〇
八
三
頁
）

人
間
を
そ
も
そ
も
智
慧
の
限
界
性
を
抱
え
た
も
の
と
み
る
こ
の
よ
う
な
人
間
観
は
、

つ
ま
り
謗
法
罪
の
克
服
に
日
蓮
は
向
か

と
い
う
文
言
は
、
こ
う
し
た
智
慧
の
限
界
性
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

日
蓮
の
時
機
観
の
う
ち
に
も
見
出
だ
す
こ
と

世
も
や
う
や
く
末
に
な
れ
ば
、
聖
賢
は
や
う
や
く
か
く
れ
、
迷
者
は
や
う
や
く
多
ン
。
世
間
の
浅
き
事
ス
ラ
猶
あ
や
ま
り
や
す
し
。
何
二
況
ャ
出
世
の
深
法

と

く

し

ほ

う

く

わ

う

む

く

ま

た

う

誤
な
か
る
べ
し
や
。
犠
子
・
方
広
が
聰
敏
な
り
し
、
猶
を
大
小
乗
経
に
あ
や
ま
て
り
。
無
垢
・
摩
沓
が
利
根
な
り
し
、
権
実
二
教
を
弁
へ
ず
。
正
法

一
千
年
の
内
ハ
在
世
も
近
ク
、
月
氏
の
内
な
り
し
、
す
で
に
か
く
の
ご
と
し
。
況
ャ
戸
那
・
日
本
等
ハ
国
も
へ
だ
て
、
音
も
か
は
れ
り
。
人
の
根
モ
鈍
な
り
。

寿
命
も
日
あ
さ
し
。
貪
瞑
擬
も
培
増
せ
り
。
仏
世
を
去
て
と
し
久
し
。
仏
経
み
な
あ
や
ま
れ
り
。
誰
の
智
解
か
直
か
る
べ
き
。
仏
涅
槃
経
ー
ー
記
ン
テ
云
ク

末
法
に
は
正
法
の
者
ハ
爪
上
ノ
土
、
謗
法
ノ
者
ハ
十
方
ノ
土
と
み
へ
ぬ
。
法
滅
尽
経
に
云
ク
謗
法
ノ
者
ハ
恒
河
沙
、
正
法
ノ
者
二
二
の
小
石
と
記
ン
を
き
給
フ
。
千

年
・
五
百
年
に
一
人
な
ん
ど
も
正
法
の
者
あ
り
が
た
か
ら
ん
。
世
間
の
罪
に
依
て
悪
道
に
堕
ル
者
ハ
爪
上
ノ
土
、
仏
法
に
よ
て
悪
道
に
堕
ル
者
ハ
十
方
の
土
。

（
『
開
目
抄
』
、
『
定
遺
』
五
五
五
頁
ー
五
五
六
頁
）

「
仏
経
み
な
あ
や
ま
れ
り
。
誰
の
智
解
か
直
か
る
べ
き
」
。
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
、
人
間
の
智
慧
の
限
界
性
に
対
す
る
あ
る
種
の
絶

望
感
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
末
法
が
謗
法
罪
で
充
満
す
る
と
い
う
仏
の
予
言
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
智
懇
の
限
界
性
に
よ
っ

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、

て
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
、
と
日
蓮
は
み
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
絶
望
感
は
諦
め
に
直
結
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
謗
法
罪

を
犯
す
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
然
性
を
断
ち
切
る
こ
と
、

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

が
で
き
る
。

日
蓮
は
如
何
な
る
立
場
か
ら
、
如
何
な
る
仕
方
で
、
こ
の
課
題
を
果
た
さ
ん
と
し
た
の
で

四
六



は
ヽ

謗
法
罪
の
克
服

四
七

日
本
国
は
仏
法
盛
な
る
や
う
な
れ
ど
も
仏
法
に
つ
い
て
不
思
議
あ
り
。
人
是
を
不
レ
知
ラ
。
…
…
真
言
師
・
華
厳
宗
・
法
相
・
三
論
・
禅
宗
・
浄
土
宗
・

律
宗
等
の
人
々
は
我
も
法
を
え
た
り
、
我
も
生
死
を
は
な
れ
な
ん
と
は
を
も
へ
ど
も
、
立
テ
は
じ
め
し
本
師
等
依
経
の
心
を
わ
き
ま
へ
ず
、
但
我
心
の

を
も
ひ
つ
き
て
あ
り
し
ま
4

に
、
そ
の
経
を
と
り
た
て
ん
と
を
も
う
は
か
な
き
心
ば
か
り
に
て
、
法
華
経
に
そ
む
け
ば
仏
意
に
叶
は
ざ
る
事
を
ば
し

ら
ず
し
て
ひ
ろ
め
ゆ
く
ほ
ど
に
、
国
主
万
民
こ
れ
を
信
シ
ぬ
。
(
『
-
谷
入
道
御
書
』
、
『
定
遺
』
九
九

0
頁
ー
九
九
一
頁
）

こ
の
文
言
に
お
い
て
も
、
前
章
に
み
て
き
た
と
同
様
、
人
間
の
智
慧
の
限
界
性
に
よ
っ
て
齋
ら
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
謗
法
罪
の
必

然
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
で
は
、
人
々
が
そ
の
智
慧
の
限
界
性
を
自
覚
せ
ぬ
ま
ま
仏
教
に
真
実

を
求
め
た
結
果
は
、
当
人
の
思
い
は
ど
う
あ
れ
、
仏
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
仏
の
本
意
に
叶
わ
な
い
恣
意
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
従
っ

て
謗
法
の
罪
を
免
れ
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
は
み
ず
か
ら
仏
の
立

場
に
立
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
仏
教
信
仰
の
直
中
に
、
そ
れ
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
ぬ
ま
ま
謗
法
罪
が
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の

で
あ
る
。

日
蓮
は
、
自
分
こ
そ
仏
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
仏
の
本
意
を
代
弁
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
、

仏
眼
を
か
り
、
仏
耳
を
た
ま
わ
り
て
、
し
め
し
候
…
…
（
『
仏
眼
御
書
』
、
『
定
遺
』
ニ
―
―
八
六
頁
）

と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
仏
に
与
え
た
主
・
師
・
親
の
「
三
徳
」
を
み
ず
か
ら
に
付
与
し
て
、

日
蓮
は
日
本
国
の
人
々
の
父
母
ぞ
か
し
、
主
君
ぞ
か
し
、
明
師
ぞ
か
し
。
(
『
-
谷
入
道
御
書
』
、
『
定
遺
』
九
九
六
頁
）

A

と
言
う
の
も
、
仏
の
立
場
に
立
つ
自
己
の
位
置
を
鮮
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
自
信
が
あ
れ
ば
こ
そ
、

仏
説
を
信
ぷ
に
り
げ
に
は
我
身
も
人
も
思
ヒ
た
り
げ
に
候
へ
ど
も
、
仏
説
の
如
く
な
ら
ば
不
孝
の
者
也
。
（
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
、
『
定
遺
』

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

四

日
蓮



を
背
景
に
、

「
色
読
」

日
蓮
は
、

の
体
験
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

三
二

0
頁）

愚
者
の
眼
に
は
仏
法
繁
盛
と
み
へ
て
、
仏
天
智
者
の
御
眼
に
は
古
き
正
法
の
寺
々
や
う
や
く
う
せ
候
へ
ば
、
一
に
は
不
孝
な
る
べ
し
、
賢
な
る
父
母

の
氏
寺
を
す
つ
る
ゆ
へ
、
二
に
は
謗
法
な
る
べ
し
。
若
ン
し
か
ら
ば
日
本
国
当
世
は
国
一
同
に
不
孝
謗
法
の
国
な
る
べ
し
。
（
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
、

『
定
遺
』
四
四
六
頁
）

と
断
言
し
得
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、

日
蓮
は
何
故
に
、
自
分
が
仏
の
立
場
に
立
っ
て
仏
の
本
意
を
代
弁
し
得
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
至
っ

(17)

（

18) 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
凡
夫
の
身
日
蓮
」
．
「
日
蓮
は
愚
者
也
、
非
学
生
也
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
み
え
る
よ
う
に
、
日
蓮
は
一
方
で
は
、

自
己
を
愚
か
な
る
凡
夫
と
し
て
自
覚
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
の
代
理
者
と
も
い
う
べ
き
立
場
を
日
蓮
に
自

覚
さ
せ
る
に
至
っ
た
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
自
己
自
身
の
受
難
体
験
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
日
蓮
は
、
そ
の
過
激
な
言
動
の
故
に

た
び
た
び
迫
害
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、

日
蓮
に
と
っ
て
か
か
る
体
験
は
、
法
華
経
の
経
文
を
自
己
の
身
に
体
現
す
る
所
謂

勧
持
品
二
巧
有
咋
諸
ノ
無
智
ノ
人
1

悪
口
罵
詈
ス
等
云
云
。
日
蓮
当
吋
此
経
文
言
汝
等
何
ソ
不
守
令
此
経
文
言
及
加
刀
杖
者
等
卜
云
云
。
日
蓮
ハ
読
吋
此

経
文
巧
汝
等
何
ソ
不
猛
巽
此
経
文
可
常
在
大
衆
中
欲
毀
我
等
過
等
云
云
。
向
国
王
大
臣
婆
羅
門
居
士
等
云
云
。
悪
口
而
蟹
感
数
数
見
擦
出
。
数
々
ト
ハ

た
び
た
び

者
度
々
也
。
日
蓮
撰
出
衆
度
。
流
罪
ハ
ニ
度
也
。
（
『
寺
泊
御
書
』
、
『
定
遺
』
五
一
四
頁
ー
五
一
五
頁
）

と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
受
難
に
よ
っ
て
他
な
ら
ぬ
自
己
の
身
に
法
華
経
が
そ
の
ま
ま
体
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
う
し
た
確
信

仏
、
法
華
経
を
と
か
せ
給
ヒ
て
今
に
い
た
る
ま
で
は
二
千
二
百
二
十
余
年
に
な
り
候
へ
ど
も
、
い
ま
だ
法
華
経
を
仏
の
ご
と
く
よ
み
た
る
人
は
候
は

ぬ
か
。
大
難
を
も
ち
て
こ
そ
、
法
華
経
し
り
た
る
人
と
は
申
ス
ベ
き
に
、
天
台
大
師
・
伝
教
大
師
こ
そ
法
華
経
の
行
者
と
は
み
へ
て
候
ヒ
し
か
ど
も
、
在

世
の
ご
と
く
の
大
難
な
し
。
（
『
上
野
殿
御
返
事
』
、
『
定
遺
』
―
―
―

1
0七
頁
ー
ニ
―

1
0
八
頁
）

四
八



今
、
日
蓮
は
賢
人
に
も
あ
ら
ず
、
ま
し
て
聖
人
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
。
天
下
第
一
の
僻
人
に
て
候
が
、
但
、
経
文
計
リ
に
は
あ
ひ
て
候
や
う
な
れ
ば
、

大
難
来
リ
候
へ
ば
、
父
母
の
い
き
か
へ
ら
せ
給
ヒ
て
候
よ
り
も
、
に
く
き
も
の
の
こ
と
に
あ
ふ
よ
り
も
う
れ
し
く
候
也
。
愚
者
に
て
而
も
仏
に
聖
人
と

お
も
は
れ
ま
い
ら
せ
て
候
は
ん
事
こ
そ
、
う
れ
し
き
事
に
て
候
へ
。
智
者
た
る
上
、
二
百
五
十
戒
か
た
く
た
も
ち
て
、
万
民
に
は
諸
天
の
帝
釈
を
う

や
ま
ふ
よ
り
も
う
や
ま
は
れ
て
、
釈
迦
仏
・
法
華
経
に
不
思
議
な
り
提
婆
が
ご
と
し
と
お
も
は
れ
ま
い
ら
せ
な
ば
、
人
目
は
よ
き
や
う
な
れ
ど
も
後

生
は
お
そ
ろ
し
お
そ
ろ
し
。
（
『
上
野
殿
御
返
事
』
、
『
定
遺
』
―
―
―

1
0
八
頁
）

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

の
自
覚
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、

四
九

と
述
べ
て
、
自
己
を
「
法
華
経
を
仏
の
ご
と
く
よ
み
た
る
人
」
・
「
法
華
経
し
り
た
る
人
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
。

蓮
は
、
自
己
が
法
華
経
を
仏
の
本
意
に
沿
う
て
理
解
し
、
実
践
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
を
、
自
身
の
受
難
1
1

「
色
読
」
体
験
に

求
め
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
自
己
の
法
華
経
理
解
を
、
妙
法
五
字
の
唱
題
行
と
そ
の
弘
通
と
い
う
実
践
に
結
実
さ

せ
て
い
る
。

日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
実
践
は
自
己
の
恣
意
に
出
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
仏
の
本
意
に
叶
い
、
ど
こ
ま
で
も

仏
に
従
お
う
と
す
る
た
め
の
実
践
で
あ
っ
た
。

日
蓮
に
よ
れ
ば
、
そ
の
確
証
は
「
色
読
」
と
し
て
の
自
己
の
受
難
体
験
に
あ
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
日
蓮
は
、
受
難
を
忍
受
し
つ
つ
唱
題
行
に
励
む
自
己
を
「
仏
の
使
い
」
に
擬
し
得
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
が
心
は
全
く
如
来
の
使
に
は
あ
ら
ず
、
凡
夫
な
る
故
也
。
但
三
一
類
の
大
怨
敵
に
あ
だ
ま
れ
て
、
二
度
の
流
難
に
値
へ
ば
、
如
来
の
御
使
に
似
た

り
。
心
は
三
毒
ふ
か
く
、
一
身
凡
夫
に
て
候
へ
ど
も
、
口
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
セ
ば
如
来
の
使
に
似
た
り
。
（
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
、
『
定
遺
』

一
六
六
八
頁
）

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
自
己
が
仏
の
立
場
に
立
ち
、
仏
の
本
意
を
代
弁
し
得
る
者
で
あ
る
と
の
自
覚
は
、
こ
う
し
て
宣
言
さ
れ

(19) 

る
こ
と
に
な
る
。

但
し
右
の
文
言
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
己
が
愚
か
な
る
凡
夫
で
あ
る
こ
と
も
、
日
蓮
は
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
愚
者
た
る
自
己
が
仏
の
立
場
に
立
ち
得
る
の
は
、
日
蓮
に
よ
れ
ば
、
仏
の
本
意
に
叶
い
、
仏
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ

つ
ま
り
日



行
に
つ
い
て
日
蓮
が
、

と
い
う
文
言
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う。

右
の
文
言
に
よ
っ
て
更
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば、

日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
「
仏
に
聖
人
と
お
も

は
れ
ま
い
ら
せ
て
候」

と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、

愚
者
と
智
者
と
の
位
置
は
逆
転
し、

愚
者
た
る
自
己
が
そ
の
ま
ま
「
智
人
」

と
称

(
20)
 

せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る。

日
蓮
が
自
己
を
「
一

閻
浮
提
第
一

の
智
人」

と
称
す
る
所
以
で
あ
る。
「
一

人
の
し
る
（
知）

人
日
蓮
」

と
い
う
の
も
同
様
の
自
称
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

(
22)
 

一

方
で
自
己
を
愚
者
と
見
倣
し
、
「
わ
が
智
慧
な
に
に
か
せ
ん
」
と
自
己
の
智
慧
の
限
界
を
言
表
す
る
日
蓮
に

あ
っ
て
は
、

愚
者
た
る
自
己
が
仏
の
智
慧
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

こ
の
こ
と
は
、

先
に
引

い
た
「
仏
眼
を
か
り、

仏
耳
を
た
ま
わ
り
て
、

し
め
し
候」

と
い
う
文
言
か
ら
も、

十
分
に
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

仏
の
智

慧
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
そ
の
自
覚
に
よ
り、

導
き
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

日
蓮
は
み
ず
か
ら
「
智
人
」

と
し
て
、

謗
法
罪
の
直
中
に
あ
る
人
々
11
「
愚
人」

を

い
ま
だ
き
か
ず、

い
ま
だ
見
ず、

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱へ
よ
と
他
人
を
す
4
め
、

我
と
唱へ
た
る
智
人
な
し。

日
出
テ
ぬ
れ
ば
星
か
く
る。

賢
王
来
れ

ば
愚
王
ほ
ろ
ぶ
。

実
経
流
布
せ
ば
権
経
の
と
ど
ま
り、

智
人
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
ば
愚
人
の
此
に
随
は
ん
こ
と、

影
と
身
と
声
と
響
と
の
ご
と

く
な
ら
ん。

日
蓮
は
日
本
第
一

の
法
華
経
の
行
者
な
る
事
あ
え
て
疑
ひ
な
し。
（
『
撰
時
抄』、
『
定
遺』
一

0
四
八
頁）

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る。

先
に
も
見
た
よ
う
に、

日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱へ
よ
と
他
人
を
す
4
め
、

我
と
唱」

え
る
と
い
う
唱
題
行
こ
そ
が
、

仏
の
本
意
に
叶
い
、

仏
に
従
う
た
め
の
唯
一

の
行
で
あ
る。

そ
の
こ
と
は
自
己
の
「
色
読」

に
よ
っ

て
証
明
さ
れ
た
、

と
日
蓮
は
み
る
の
で
あ
る。

従
っ
て
、

そ
こ
に
は
一

切
の
疑
い
や
余
分
な
解
釈
が
挟
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。

唱
題

や
す
き
事
な
れ
ば
智
慧
の
入
土
事
に
あ
ら
ず。

智
慧
の
入
ル
事
に
あ
ら
ず。
（
『
西
山
殿
御
返
事』、
『
定
遺』

こ
う
し
た
自
称
は
、

―

二
九
一

頁）

五
〇



五
む
す
び
に
か
え
て

と
述
べ
る
所
以
で
あ
る
。
人
間
の
智
慧
に
限
界
を
認
め
る
日
蓮
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
有
限
な
る
智
慧
を
も
っ
て
仏
法
に
向
か
う

こ
と
自
体
が
、
謗
法
罪
を
必
然
的
に
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
要
請
さ
れ
る
の
は
、

き
わ
め
て
は
か
な
く
あ
る
ゆ
へ
に
、
私
の
言
を
ま
じ
へ
ず
。
き
わ
め
て
正
直
な
る
ゆ
へ
に
主
の
言
ば
を
た
が
へ
ず
。
（
『
隋
自
意
御
書
』
、
『
定
遺
』

一
六
―
―
頁
ー
一
六
―
二
頁
）

凡
夫
の
私
の
計
ヒ
、
是
非
に
つ
け
て
を
そ
れ
あ
る
べ
し
。
仏
と
申
ス
親
父
の
仰
セ
を
仰
ク
ベ
し
…
…
（
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
、
『
定
遺
』
四
四
五
頁
）

と
い
う
態
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
自
己
の
有
限
な
る
智
慧
を
捨
て
て
「
信
」
の
態
度
に
徹
す
る
こ
と
が
、
謗

夫
仏
道
に
入
る
根
本
は
信
を
も
て
本
と
す
。
五
十
二
位
の
中
に
は
十
信
を
本
と
す
。
十
信
の
位
に
は
信
心
初
也
。
た
と
ひ
さ
と
り
な
け
れ
ど
も
信
心

あ
ら
ん
者
は
鈍
根
も
正
見
の
者
也
。
た
と
ひ
さ
と
り
あ
れ
ど
も
信
心
な
き
者
は
誹
謗
閾
提
の
者
也
。
（
『
法
華
題
目
紗
』
、
『
定
遺
』
三
九
二
頁
）

慧
又
不
化
堪
へ
以
げ
信
ヲ
代
5

響
竺
。
信
ノ
一
字
ヲ
為
認
詮
卜
。
不
信
二
聞
提
謗
法
ノ
因
信
ハ
慧
ノ
因
…
…
（
『
四
信
五
品
紗
』
、
『
定
遺
』
―
二
九
六
頁
）

言
う
ま
で
も
な
く
、

五

日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
「
信
」
は
徹
底
し
た
唱
題
行
の
実
践
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

い
う
の
も
、
そ
う
す
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
自
己
の
有
限
な
る
智
慧
を
捨
て
て
ど
こ
ま
で
も
仏
に
従
う
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る
、
と
見

倣
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
己
の
有
限
な
る
智
慧
に
代
わ
っ
て
仏
の
智
慧
を
受
け
取
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
右
の
文
言
に
み
え
る
「
信
ハ
慧
ノ
因
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

い
か
で
か
仏
法
の
御
心
を
ば
我
等
凡
夫
は
弁
へ
候
べ
き
。
た
だ
経
々
の
文
字
を
引
合
セ
て
こ
そ
知
ル
ベ
き
に
…
…
（
『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』
、
『
定
遺
』

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

法
罪
の
必
然
性
を
断
ち
切
る
唯
一
の
方
軌
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



一

五
三
九
頁）

と
い
う
言
葉
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

日
蓮
の
求
道
の
歩
み
は
、
「
凡
夫」
た
る
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
つ
つ
も、

な
ん
と
か
し
て
仏
の

本
意
を
つ
か
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る。

従
っ
て
そ
こ
に
は
、

実
は
仏
の
本
意
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
不
安
が
常
に
付
き
ま
と
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

実
際、

既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

生
得
的
な
智
慧
の
程
度

に
お
い
て
、

日
蓮
は
自
己
を
何
ら
特
別
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

自
己
を
「
愚
者」

と
称
す
る
と
共
に
、

右
の
文
言
に
も
み
え

る
よ
う
に
、

自
他
を
「
わ
れ
ら
凡
夫」

と
い
う
範
疇
に
一

括
す
る
所
以
で
あ
る。

し
か
し
日
蓮
は
、

自
身
の
受
難
体
験
を
「
色
読」

と

受
け
取
る
こ
と
を
通
し
て
、

他
な
ら
ぬ
そ
う
し
た
自
己
が
仏
の
本
意
を
知
り
得
た
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
に

(
23)
 

つ
い
て
日
蓮
は
、
「
存
外
に
此
法
門
を
さ
と
り
ぬ
れ
ば
」

と
述
べ
て
い
る。
「
愚
者」
・
「
凡
夫」

た
る
こ
と
に
お
い
て
他
者
と
何
ら
変

わ
り
な
い
自
己
が
仏
の
本
意
を
知
り
得
た
こ
と
を、

日
蓮
は
「
存
外」

と
表
現
し
た
も
の
と
言
え
よ
う。

日
蓮
に
と
っ
て
、

仏
の
本
意
を
知
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、

仏
の
智
慧
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら

れ
る。

そ
こ
に
、
「
愚
者」

た
る
自
己
が
「
智
人
」

に
転
換
し
得
る
契
機
が
あ
っ
た
と
見
倣
し
得
よ
う。

日
蓮
は
か
か
る
「
智
人
」

と

し
て
の
立
場
か
ら、

人
々
に
謗
法
罪
の
自
覚
を
促
す
と
共
に
、

謗
法
罪
か
ら
脱
却
し
得
る
唯
一

の
道
と
し
て
、
「
信
」
の
態
度
を
要
求

し
た
の
で
あ
る。

日
蓮
に
あ
っ
て
こ
う
し
た
「
信
」

の
対
象
は
、

究
極
的
に
言
う
な
ら
ば
、

久
遠
の
釈
迦
仏
で
あ
り、

ま
た
そ
の
本

意
が
余
す
こ
と
な
く
開
陳
さ
れ
た
法
華
経
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

但
し
、

か
か
る
仏
の
本
意
を
正
確
に
伝
達
し
得
る
立
場

に
、

日
蓮
は
自
分
自
身
を
置
い
た
の
で
あ
る。
「
智
人
」
と
し
て
の
自
称
は
、

ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
の
意
味
で
は
、

日
蓮
が
要
求
す
る
「
信」
の
向
け
ら
れ
る
べ

き
対
象
は
、

他
な
ら
ぬ
日
蓮
自
身
で
あ
っ
た
、

と
も
言
え
る。

蓮
自
身
に
「
信
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

仏
の
本
意
を
そ
の
ま
ま
に
、

か
つ
容
易
に
知
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

こ

五

日



[
註
]

の
こ
と
を
、

日
蓮
ヵ
弟
子
と
な
ら
む
人
々
は
や
す
く
し
り
ぬ
べ
し
。
（
『
宝
軽
法
重
事
』
、
『
定
遺
』
―
―
七
九
頁
）

と
い
う
文
言
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
「
信
」

五

ざ
る
を
得
な
い
自
己
の
有
限
な
る
智
慧
に
代
わ
っ
て
、
仏
の
智
慧
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
唯
一
の
媒
介
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
、
と

(24) 

言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

本
稿
に
お
け
る
引
用
は
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（
改
訂
増
補
版
昭
和
六
三
年
総
本
山
身
延
久
遠

寺
以
下
『
定
遺
』
と
略
す
）
に
拠
っ
た
。
引
用
の
際
、
旧
漠
字
は
新
漠
字
に
改
め
た
。
引
用
す
る
遺
文
は
文
献
学
的
に
信
頼
し
得
る
も
の
、
即

ち
（
一
）
真
蹟
が
完
全
に
現
存
す
る
も
の
、
（
二
）
真
蹟
の
断
片
が
現
存
す
る
も
の
、
（
三
）
真
蹟
が
曾
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

も
の
、
（
四
）
直
弟
子
の
写
本
が
現
存
す
る
も
の
に
限
っ
た
。

(
2
)

家
永
三
郎
著
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
（
昭
和
二
二
年
法
蔵
館
）
所
収

(
3
)

家
永
前
掲
書
一

0
三
頁

(
4
)

茂
田
井
教
亨
「
日
蓮
聖
人
に
於
け
る
『
謗
法
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
及
び
「
謗
法
意
識
と
下
種
の
問
題
」
（
共
に
同
著
『
観
心
本
尊
抄
研

究
序
説
』
〔
昭
和
三
九
年
山
喜
房
仏
書
林
〕
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
同
述
『
開
目
抄
講
讃
』
（
昭
和
五
二
年
山
喜
房
仏
書
林
）
第
五
・

六
講
、
「
日
蓮
の
原
罪
観
(
-
)
・
（
二
）
」
（
同
著
『
日
蓮
の
法
華
経
観
』
〔
昭
和
五
五
年
佼
成
出
版
社
〕
所
収
）
な
ど
も
参
考
に
な
る
。

(
5
)

渡
辺
宝
陽
「
聖
人
教
学
に
お
け
る
謗
法
の
意
義
」
（
同
著
『
日
蓮
宗
信
行
論
の
研
究
』
〔
昭
和
五
一
年
平
楽
寺
書
店
〕
所
収
）
、
「
日
蓮
の
宗

教
に
お
け
る
罪
の
認
識
」
（
『
理
想
』
一
九
八
一
年
一

0
月
号
所
収
）
、
「
日
蓮
と
罪
の
意
識
」
（
渡
辺
宝
陽
・
北
川
前
肇
著
『
日
蓮
の
い
い
た
か
っ

た
こ
と
』
〔
昭
和
六

0
年
講
談
社
〕
所
収
）
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

(
6
)
原
慎
定
「
日
蓮
聖
人
の
罪
認
識
に
つ
い
て
ー
~
謗
法
罪
を
中
心
と
し
て
|
|
＇
」
（
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
0
号
〔
昭
和
五
八
年
〕
所

収
）
、
「
日
蓮
教
学
に
お
け
る
『
罪
』
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
五
巻
第
一
号
〔
昭
和
六
一
年
〕
所
収
）
、
「
日
蓮
聖

人
の
『
逆
罪
』
解
釈
を
め
ぐ
る
一
試
論
」
（
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
三
号
〔
昭
和
六
一
年
〕
所
収
）
、
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
『
逆
罪
』
の

日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

こ
そ
が
、
謗
法
罪
を
齋
ら
さ



特
質
|
|i
鎌
倉
時
代
の
社
会
構
造
の
中
で

ー」
（『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要』
第一
四
号
〔
昭
和
六
二
年〕
所
収）
な
ど
が
参
考
に
な
る。

(
7)

拙
稿
「
日
蓮
に
お
け
る
謗
法
罪
と
救
済」
（『
論
集』
第一
七
号
〔
印
度
学
宗
教
学
会
一
九
九
0
年〕
所
収）

(
8)

こ
の
点
に
関
し
て
は、
前
掲
拙
稿
で
展
開
し
た
謗
法
罪
の
意
味
に
関
す
る
所
論
の
要
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
の
で、
煩
雑
な

繰
り
返
し
を
避
け
る
意
味
か
ら
も、
日
蓮
遺
文
か
ら
の
具
体
的
な
引
用
は
必
要
最
低
限
に
止
め
た。
具
体
的
な
引
用
を
も
含
め
た
同
所
論
に
つ

い
て
は、
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い。

(
9)
『
寺
泊
御
書』、
『
定
遺』
五一
五
頁
『
開
目
抄』、
『
定
遺』
五
八
九
頁

(
10)
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事』、
『
定
遺』
六
六
四
頁

(
11)
『
薬
王
品
得
意
抄』、
『
定
遺』
三
三
八
頁

(
12)
『
顕
謗
法
紗』、
『
定
遺』
二
五
六
頁

(
13)
『
顕
謗
法
紗』、
『
定
遺』
二
六
六
頁

(
14)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は、
前
掲
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い。

(
15)

言
う
ま
で
も
な
く、
「
元
品
の
無
明」
と
い
う
術
語
自
体
は
日
蓮
の
創
作
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い。
『
摩
詞
止
観』
第
六
上
に
は、
別
教
の

場
合、
初
地
以
上
妙
覚
に
至
っ
て
十
二
品
の
無
明
を
断
じ、
円
教
の
場
合、
初
住
以
上
妙
覚
に
至
っ
て
四
十
二
品
の
無
明
を
断
ず
と
さ
れ
る
が、

い
ず
れ
も
最
後
品
の
無
明
が
「
元
品
の
無
明」
と
名
付
け
ら
れ
る
と
い
う
（『
望
月
仏
教
大
辞
典』
「
無
明」
の
項
を
参
照）。
日
蓮
の
場
合
も、

基
本
的
に
は
こ
の
説
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。
但
し
本
稿
で
は、
後
述
す
る
よ
う
に、
日
蓮
が
「
元
品
の
無
明」
を、
法
華
経

の
真
実
の
意
味・
価
値
に
対
す
る
無
知
を
引
き
起
こ
す
根
本
的
な
制
約
と
し
て
提
示
し
て
い
る
点
に
む
し
ろ
注
目
し
た
い。

(
16)
『
撰
時
抄』、`
『
定
遺』
一
0
四
八
頁

(
17)
『
三
沢
紗』、
『
定
遺』
一
四
四
五
頁

(
18)
『
浄
蓮
房
御
書』、
『
定
遺』
一
0
七
六
頁

い

や
し

き

(
19)
「
日
蓮
は
愚
な
れ
ど
も、
釈
迦
仏
の
御
使・
法
華
経
の
行
者
也」
(『-
谷
入
道
御
書』、
『
定
遺』
九
九
六
頁）
．
「
日
蓮
賤
身
な
れ
ど
も、
教

主
釈
尊
の
勅
宣
を
頂
戴
し
て
此
国
に
来夕
れ
り」
（『
四
条
金
吾
殿
御
返
事』、
『
定
遺』
六
六
四
頁）
な
ど
と
い
っ
た
文
言
も、
同
様
の
宣
言
で
あ

る
と
見
倣
し
得
よ
う。

(
20)
『
撰
時
抄』、
『
定
遺』
一
0
五
六
頁

(
21)
『
仏
眼
御
書』、
『
定
遺』
一
三
八
六
頁

(
22)
『
三
三
蔵
祈
雨
事』、
『
定
遺』
一
〇
六
五
頁

五
四



日
蓮
の
信
仰
に
お
け
る
「
謗
法
罪
」
の
位
置
と
意
義

五
五

(23)

『
三
沢
紗
』
、
『
定
遺
』
一
四
四
七
頁

(24)

「
信
」
を
媒
介
に
仏
の
智
慧
を
受
け
取
り
、
仏
意
の
代
弁
者
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
行
動
を
以
て
仏
の
行
動
と
見
倣
す
と

い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
行
き
着
く
可
能
性
を
学
ん
で
い
た
と
も
言
え
る
。
『
立
正
安
国
論
』
の
提
出
・
平
頼
綱
へ
の
二
度
に
わ
た
る
諫
言
を
以
て
「
此

み
た
ま
し
ひ

の
三
ノ
の
大
事
は
日
蓮
が
申
ン
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
只
偏
に
釈
迦
如
来
の
御
神
我
身
に
入
リ
か
わ
せ
給
ヒ
け
る
に
や
」
（
『
撰
時
抄
』
、
『
定
遺
』
一
〇

五
四
頁
）
と
日
蓮
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
『
観
心
本
尊
抄
』
四
十
五
字
法
体
段
が
端
的
に

示
す
よ
う
に
（
『
定
遺
』
七
―
二
頁
）
、
日
蓮
に
と
っ
て
仏
と
は
永
遠
の
仏
た
る
久
遠
実
成
の
釈
迦
で
あ
り
、
そ
の
居
土
は
永
遠
の
浄
土
と
し
て

の
娑
婆
世
界
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
信
」
に
基
づ
い
た
行
動
は
、
永
遠
な
る
も
の
を
歴
史
的
時
間
の
中
に
介
在
さ
せ
、
現
成
し
よ
う
と
す
る

行
為
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
問
題
を
、
広
く
宗
教
哲
学
の
文
脈
で
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
今
の
と
こ
ろ
筆
者

に
は
そ
の
用
意
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。




